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国
際

司
法

裁
判
所

が

一
九

五

一
年

の
イ
ギ

リ

ス

・
ノ
ー

ル
ウ

ェ
イ
漁
業

事
件

の
判
決

に
お

い
て
、

ノ
ー

ル
ウ

ェ
イ
沿
岸

の
湾

に

つ
い
て
、

ノ
ー

ル

ウ

ェ
イ

の
歴
史

的
権
原

を
承

認

し
て
以
来
、
領

土
権

原

の
取
得

に
お
け

る

歴
史

的
権

原

が
、
国
際
裁
判

や
学
説

に
お

い
て
と
り

あ
げ
ら

れ
る
機
会

が

多
く

な

っ
た
。

本
書

は
こ
う

し

た
豊
富

な
学
説

・
先
例

に
検

討

を
加

え

て
、

国
際
法

に
お
け

る
歴
史

的
権
原

に
関
す

る
理
論

的
集

成

を

こ
こ
ろ
み
た
も

の
で
あ

る
。

著
者

イ

ェ
ウ
ー

ダ

・
Z

・
ブ

ル
ム
は
イ

エ
ル
サ

レ
ム

の

ヘ
ブ

ラ
イ
大
学

イ

ェ

ウ

ー

ダ

・
Z

・
ブ

ル
ム

『
国
際
法

に
お
け

る
歴

史
的
権
原
』

国
際
法
講
師
、
イ
ス
ラ

エ
ル
外
務
省
法
律
顧
問
参
与
、
イ
ス
ラ

エ
ル
弁
護

士
会
会
員
と
い
う
実
務
家
兼
理
論
家
で
あ
る
。
本
書
は

一
九

六

一
年
に

ロ

ン
ド
ン
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
で
あ
る
が
、
そ
の
前

二
年
間
、
著
者

は
、
イ
ギ
リ
ス
国
際
法
年
鑑
に
連
載
さ
れ
た

一
連

の
領
土
関
係

の
論
文
を

も

っ
て
し
ら
れ
る

ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
N

・
ジ

ョ
ン
ソ
ン
の
助
言
と
指
導

を
受
け
て
い
る
。
歴
史
的
権
原
の
問
題

は
海
洋
法
上
の
問
題

と
し
て
論
じ

ら
れ
る
機
会
が
多
か

っ
た
が
、
問
題
は
海
洋
法
上

の
関
連

に
限
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
問
題

は
黙
認
の
法
理
や
禁
反
言

の
法
理
と
の
関
連

一
五
五



神

奈

川

法

学

か
ら
も
考
察
さ
れ
る
べ
ぎ

で
あ
り
、
さ
ら
に
国
際
慣
習
法
の
形
成
過
程
全

体

と
の
関
係

の
考
察
も
必
要

で
あ
る
と
い
う
著
者

の
立
場
は
N

・
ジ

ョ
ン

ソ

ン
教
授
の
影
響
を
物
語
る
も
の
と
理
解
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

本
書

は
七
章
三
六
〇
頁

に
及
ぶ
論
文
で
あ

っ
て
、
論
証
の
詳
細
を
こ
こ

に
紹
介
す
る

こ
と
は
簡
単
で
な
い
が
、
筆
者
が
特
に
注
目
に
価
す
る
と
考

え
る
論
点
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
第

一
章
は
導
入
部
で
、
第

二

章
以
下
、
国
際
法
に
お
け
る
時
効
、
歴
史
的
権
原
の
法
的
基
礎
と
し
て
の

黙
認
(
第
三
章
)
、
歴
史
的
権
原
の
形
成
の
た
め
の
必
要
条
件

と
そ

の
構
成

要
素

(第
四
章
)、
歴
史
的
権
原
取
得

に
関
す
る
解
釈
と
証
拠

の
諸

問

題

(第
五
章
)、
特
に
海
上
歴
史
的
権
原
の
形
成

に
関
す
る
法
的
側
面

(第
六

章
)
、
結
論
(
第
七
章
)
と
い
う
構
成
を
と

っ
て
い
る
。

〈
序

論
〉

領
土
取
得

に
関
す
る
国
際
法
の
規
則
は
、
国
際
法
学

の
中
心
的
課
題

で

あ

っ
た
が
、
近
代
国
際
法
が
中
世
的
概
念
か
ら
脱
し
て
以
来
、
国
家
領
域

の
概
念
自
体
は
相
当
の
変
化
を
う
け
て
き
た
。
か
つ
て
は
私
有
財
産

の
取

得

に
関
す
る

ロ
ー

マ
法
の
規
則
が
、
国
家
領
域
の
取
得

に
適
用
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

最
近
に
な

っ
て
国
際
裁
判
所
が
領
域
紛
争

に
つ
い
て
判
決
す
る
こ
と
が

多
く
な

っ
た
が
、

い
ぜ
ん
と
し
て
多
く

の
疑
問
と
不
安
定
を
除
去
で
き
な

い
ま
ま
で
あ
る
。
そ

の
原
因
は
、
国
際
法
理
学
者
が
理
論
的
文
類
匹
0
9
『7

冨
一
9
器
・。誤
8
仲δ
コ
に
関
心
を
も
ち
、
相
矛
盾
す
る
法
的
現
象

の
調
和
的

一
五

六

説
明
に
主
な
努
力
を
傾
け
て
い
る
の
に
対
し
、
国
際
法
実
務
家
は
、
国
際

法
上

い
か
な
る
権
原
が
正
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
ど
ち
ら
の
権

原
が
よ
り
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も

っ
て
い
る
こ
と
か
ら

生
じ
て
い
る
。

(
二
頁
)

伝
統
的
な
領
土
取
得

の
態
様

の
分
類
方
法

の
混

乱
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
国
際
法
規

の
不
安
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

本
書

は
国
際
的
権
原

一
般
を
扱
う

の
で
は
な
く
、

「歴
史
的
権
原
」
の

名
称

の
下
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
に
範
囲
を
限
定
す
る
。

さ
て
、
国
際
法
に
お
い
て
、
領

土
取
得
が
問
題

と
さ
れ
る
と
き
、
時
効

の
法
理
が
も
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
歴
史
的
権
原

の
成
立
過
程
と

検
討
が
目
的

と
さ
れ
る
場
合

に
は
、
消
滅
時
効
で
は
な
く
て
取
得
時
効
だ

け
が
問
題
の
対
象

と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
は
不
法
な
権
原
が
国

際
法
上
有
効
か
ど
う
か
を
論
ず
る
と
き
、
時
効
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と

に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ

の
理
由
は
次
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
。

ロ
ー

マ
法
及
び
英
法
に
お
け
る
時
効
を
比
較
検
討
す
る
と
き
、

ロ
ー

マ

法

に
お
い
て
は
時
間
の
要
素
が
主
た
る
要
素

で
あ
り
、
証
拠
法

上
の
制
度

と
し
て
は
重
要
な
意
義

を
も

っ
て
い
な

い
。
英
法

の
場
合
は
反
対

に
、
時

効
は
基
本
的

に
は
証
拠
法
上

の
道
具
で
あ

っ
て
、
長
期

に
わ

た

る

占

有

℃
8
ωΦの。。ご

ざ
b
ゆq
一
8
ヨ
℃9
一ω

は
コ
モ
ン

・
ロ
ー
に
対
し
て
補
助
的
意
味

を
も

つ
制
定
法

で
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
時
効
は
時
間
の
経
過
は
規

則

に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
推
定
に
役
立

つ
証
拠
的
価
値
し
か
な
い
。
し

た
が

っ
て
、

ロ
ー

マ
法
系
国
出
身

の
国
際
法
学
者
は
時
間
の
要
素
を
欠
く

時
効
を
肯
定
し
な
い
の
で
あ
り
、
英
米
法
系
国
出
身
者

は
か
か
る
コ
モ
ン



・
ロ
ー
的
時
効
の
観
念

に
傾
く
の
で
あ
る
。
問
題

の
混
乱
が
こ
の
よ
う
な

形

で
現
れ
る
の
で
、
国
際
法
上
で
は
時
効

と
い
う
用
語
を
す
て
て
、
8
ヲ

。・o留
留
口
o
コ

と
い
う
用
語
を
も

っ
て
か
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
際
法

に
お
け
る
時
効
の
存
在
を
さ
ま
ざ
ま
の
表
現

で
証
明
す
る
試
み
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
(例
は

一
二
～

"
四
頁
)

い
ず
れ
も
欠
陥
を
も

っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
領
域

「
批
棄
の
推
定
」
の
理
論
も
法
的
矛
盾
を
も

っ
て
い

る
。

つ
ま
り
、
こ
の
理
論

に
よ
れ
ば
紛
争
領
域

の
批
棄
が
推
定
さ
れ
る
と

き
、
そ

の
領

土
は
無
主
地
と
な
り
、
先
占
の
対
象

と
な
る
。
し
か
し
、
時

効
は
、
前

の
所
有
国
は
そ
の
権
利
を
抱
棄

し
な
か

っ
た
と
い
う
逆
の
仮
定

に
基
礎
を
お

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
一
四
頁
)

国
際
裁
判
で
時
効
が
援
用
さ
れ
る
と
き
、

い
ず
れ
の
場
合

に
も
裁
判
所

は
沈
黙
を
ま
も

っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
裁
判
所
自
身

が
国
際
法
の
分
野

に
お
け
る
こ
の
法
理
の
適
用
可
能
性

に
疑
問
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
(
二
五
頁
)

国
家
慣
行
を
検
討
し

て
も
、
と
き
に
時
効
が
援
用
さ
れ
る
と
ぎ
、
そ
の
事
件
限
り
の
特
別

の
規

則

と
し
て
用

い
る
と
い
う
形

で
援
用
さ
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
時
効

と
い
う
国
内
法
上
の
権
原

と
国
際
法
上
の
歴

史
的
権
原
の
間

に
存
在
す
る
目
的

(秩
序

の
維
持
)
が
類
似

し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
両
権
原
の
法
的
基
盤
の
相
違
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
国
内
法

で
は
、
本
来
有
効
で
な

い
請
求

に
法
的
有
効
性
を
与

え
る
判
断
を
す
る
法
機
関
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
国
際
法

で
は
か
か
る

機
関
は
存
在

せ
ず
、
歴
史
的
権
原

の
存
在
す
る
た
め
の
法
的
基
盤
は
別
の

イ

ェ

ウ

ー

ダ

・
Z

・
ブ

ル
ム

『
国
際
法

に
お
け

る
歴

史
的
権
原
』

と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
よ
り
古
く
不
十
分
な
法
形
式
機

構
、
す
な
わ
ち
慣
習

に
よ
る
形
成

に
立
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
歴
史
的
権
原
は
、
そ

の
有
効
性

と
適
用
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い

る
点

で
、
通
常

の
慣
習
法
規
と
は
こ
と
な
る
と
こ
ろ
の
国
際
法
の
慣
習
規

範

と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
(
四
頁
)

第
三
章

で
は
黙
認

鋤
8
巳
窃
oo
コ
8

の
法
理
を
検
討
す
る
。
ま
ず
慣
習

の
形
成
に
お
い
て
は
た
す
時
間

の
要
素

の
役
割
を
み
る
と
、
そ
れ
は
、
ソ

レ
ン
セ
ン
の
見
解
も
示
す
ご

と
く
、
慣
行
の

一
般
性

。q魯
Φ轟
一一ξ

鼠

2
ω8
ヨ

の
問
題

と
密
接
不
十
分
に
結
合
し
て
い
る
。
そ
の

↓
般
性

は
普

遍
性
を
必
要

と
し
な
い
が
、
圧
倒
的
多
数

の
国
の
適
用
を
必
要

と
す
る
。

(
四
〇
頁
)
さ
ら
に
時
間

の
要
素

(客
観
的
要
素
)
の
他

に
、
主
観
的
あ

る
い
は
心
理
的
要
素
も
必
要

で
あ
る
。

一
定
の
国
際
慣
習
を
国
が
法

の
規

則

と
し
て
承
認
し
受
諾
す
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
国
家
意
志
の
表
明

で

あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
慣
習
は
究
極

の
法
的
有
効
性
を
う
る
の
で
あ
る
。

(
四
五
頁
)
他
方
第
三
の
理
論

と
し
て
、
国
際
慣
習

の
形
成

に
あ
た

っ
て

主
観
的
要
素

は
な
く
て
も
す
む
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
常

設
国
際
司
法
裁
判
所

と
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
際
慣
習
規
範
の
形
成
に

お
け
る
主
観
的
要
素
の
存
在
を
強
調
す
る
伝
統
的
か
つ

一
般

に
承
認
さ
れ

た
理
論
を
支
持
し
て
き
た
。
(
四
二
～
四
五
頁
)

黙
認
は
法
的
確
信
が
存
在
す
る
に
至
る
た
め
の
、
国
際
慣
習
規
範

の
前

提

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
慣
習
国
際
法

の
合
意
的
基
礎

8
器
Φ
器
¢
巴

σ
器
肪

を
主
張
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
際
慣
習
は
黙
示

一
五
七



神

奈

川

法

学

の
合
意

で
あ
り
、

国

の
自
由

な
意
志

に
も

と
つ

く
も

の
で
あ
る
。

ケ

ル
ゼ

ン
は
す

べ
て

の
国
家

の
合
意

と
い
う

こ

と
は
仮
説

で
あ

っ
て
、
そ

れ

で
は

新

し
く
成
立

し
た
国
家

に
適

用
可
能

と
な
る

こ
と
を
説

明

で
き
な

い
と
批

判

し
た
が
、

こ
の
点

で
は
、
国
家

の
同
意

は
、
新

し

い
法

の
規
則

の
形
成

時

に
の
み
必
要

な
も

の
で
、
新

し

い
規

則

は
不
同
意

国
を
拘
束

し
え
な

い

も

の
で
あ
る

と
い
う
反
論

が
行

わ
れ
て

い
る
。

(
四
八
頁
)

同
意

を
国
際

法

の
拘
束

力

の
基
礎

と
す

る
と
、

国
際
関
係

に
お

い
て
同

意

を
表
明
す

る
主

た
る
手
段

た
る
承
認

を
実
際

上
導

入
す

る

こ
と
に
な

る
。

承
認

は
今

日
ま

で
の
と

こ
ろ
国
家

や
政

府

の
承
認

問
題

に
限
定

さ
れ

て
は

い
な

い
。

そ
れ

は

一
般
的
性

格

を
も
ち
、

ま
た
広

い
実
際
的
範
囲

と
、

よ

り
大
き

な
潜
在

的
範
囲

と
を
も

つ
の
で
あ

る
。

二
つ
の
国
が
そ

れ
ぞ
れ
独

立

の
共

同
体
た

る
こ
と
を
承
認

し
、
法

的
関
係

を
も

つ
と

い
う
主
権

理
論

も
承
認
論

か
ら
説

明
す

る

こ
と
が

で
き
る
く
ら

い
で
あ

る
。

(
四
九
頁
)

シ

ュ
ワ

ル
ツ

ェ
ン

バ
ー
ガ
ー

は
、
承

認

は
国
家

の
あ

る
情
況

あ
る

い
は
行

為

の
存
在

及
び
法
的
効
果

に
対

し
て
対

抗
性

。
署
。
。。
昏

崔
曙

を
与
え

る
手

段

で
あ
る

と
し
た
が
、

一
方

で
公
式

の
承
認

を
し
な

い
で
消

極

的

容

認

冨

ω。・オ
0
8
冨
冨
ぎ

鵠
の
形
式

を

と
る
こ

と
が
あ

る

の
で
、

こ
れ
を
黙

認

と

呼

ぶ

の
で
あ
る
。

こ
こ

で
は
承
認

と
黙
認

の
相
違

は
単

に
表

現

の

態

様

ヨ
o
O
①
o
{
Φ
嵩

器
ωω
δ
p
か
ら
生
ず
る
だ
け

で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
角
度

か

ら

み
る

と
、
黙

認

を
承
認

理
論

の

一
分

野

と
み
る

か
、

あ
る

い
は
同
意

の

原
則

の

一
分
野

と
み
る

か
は
大
し

た
こ
と
で
は
な

い
。

な
ぜ
な
ら
承
認

と

同
意

と
は
、
承

認

が

一
方

的
通
告

で
有

効

で
あ

る

の
に
対
し

て
、

同
意

は

一
五
八

意
思
の
合
致
を
必
要

と
す
る
と
い
う
点
で
異
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
五

二
頁
)

慣
習
国
際
法

の
性
質
、
生
成
過
程
、
構
成
要
素
、
拘
束
力
は
こ
の
よ
う

に

一
般
的
性
格
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
量
的
に
も
適
用
範
囲

の
上

で
も
限
定
さ
れ
た
特
別
慣
習
国
際
法

に
つ
い
て
み
る
と
き
、
そ

の
形
成

に

お
い
て
、
時
問
的
要
素
は
決
定
的
重
要
性
を
も
た
な
い
。
し
た
が

っ
て
海

上
領
域
の
ご
と
く
、
既
存

の
法
秩
序

に
変
更
を
も
た
ら
す
よ
う
な
特
別
慣

習
国
際
法
の
形
成
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
歴
史
的
要
素
の
考
慮
を
必
要
と

す
る
。
(
五
四
～
五
五
頁
)
漁
業
事
件
で
イ
ギ
リ
ス
が
黙
認
の
不
存

在

を

主
張
し
、
ノ
ー
ル
ウ

ェ
イ
が
そ
の
特
別
慣
習
法

た
る
歴
史
的
水
域

の
主
張

を
し
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
理
由

に
よ

っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

特
別
慣
習
法
上

の
権
利
は
そ
の
成
熟
の
た
め
に
固
定
し
た
期
間

と
い
う

も
の
を
必
要

と
し
な

い
。

こ
れ
は
黙
認
に
つ
い
て
も
、
時
効

に
つ
い
て
も

そ
う
で
あ
る
が
、
時
効

の
場
合

は
援
用
国

の
信
義
誠
実
が
要
請
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
既
存
の
法
秩
序

に
変
更
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
歴
史
的
権

原
に
つ
い
て
は
、
黙
認
が
必
要
な
要
素
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て

冨
p。
。O
ぴ
σ
o
P

瓢
旨
①

な
ど
は
歴
史
的
権
利
の
法
的
基
礎

と
し
て
黙
認
を

あ
げ
る
の
で
あ
る
。
(
六
〇
～
六
五
頁
)
国
際
学
術
団
体
の
立
法
例
や
国
際

裁
判
所

の
判
決
、
国
家
慣
行
も
同
様

で
あ
る
。

コ
モ
ン

・
ロ
ー
諸
国

に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
禁
反
言

霧
8
署
巴

の

法
理
は
黙
認

の
概
念

と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
。
禁
反
言

の
法
理
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
証
拠
法
上
の
法
理
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
実
体

法
上

の
法

、



理
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
が
わ
か
れ
て
い
る
が
、
黙
認

と
は

一
方
当
事
国

の
不
作
為
あ
る
い
は
沈
黙
が
そ

の
権
利
を
損
う
と
い
う
点

で
関
係
が
あ
る
。

一
九
六
〇
年
の
ス
ペ
イ
ン
国
王
仲
裁
裁
定
事
件
や

一
九

六
二
年
の
プ
レ
ア

・
ビ

ヘ
ア
寺
院
事
件

に
お
い
て
、
禁
反
言

の
法
理
が
援
用
さ
れ
た
が
、
国

際
司
法
裁
判
所
は
Φω8
署
Φ
一
と
い
う
用
語
を
用
い
な
か

っ
た
。
フ
ィ
ッ
ツ

モ
ー
リ
ス
は
黙
認
が

一
定

の
場
合
に
は
禁
反
言
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
が

あ
り
う
る
と
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
理
由

に
よ

っ
て
、
黙
認
と
禁
反
茜
と

は
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
第

一
に
、
禁
反
言
が
援
用
さ
れ
得
る

の
は
、
援
用
国
が
あ
る
権
利
を
得
た
と
き
に
、
そ
れ
が
他
国
の
権
利

と
抵

触
し
て
い
る
こ
と
を
し
ら
な
い
と
き
で
あ
り
、
黙
認
が
承
認
さ
れ
る
の
は
、

双
方
が
抵
触
を
知

っ
て
い
る
と
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
第

二
に
、
禁
反
言
の

法
理
は
、
相
手
国

の
沈
黙
や
不
作
為
を
信
頼
し
た
結
果
、
援
用
国
が
損
害

を
う
け

た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
が
、
領
土
権
原
の
取
得

の
場
合

に
は
、
む

し
ろ
相
手
国
が
損
害
を
う
け
る
事
態
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
法
理
は
援

用
国

の
信
義
誠
実

に
も
と
つ

く
行
為
の
推
定

か
ら
な
り

た

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
領
土
権
に
関
す
る
事
件

で
は
そ
れ
が
欠
け
る
場
合
が
あ
る
。
第
四

に
、
禁
反
言
は
当
事
国
間

で
援
用
さ
れ
る
も

の
で
、
第
三
国
に
対
し
て
影

響
し
な

い
。
し
か
し
、
領
土
上
の
請
求
は
究
極
的
に
は
万
人

に
対

し

て

雲
鵯

o
ヨ
需
ω

有
効
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

国
際
法

に
お
け
る
歴
史
的
権
原

の
形
成
の
基
礎
と
し
て
禁
反
言
を
援
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

〈
歴
史
的
権
原
の
形
成

の
た
め
の
必
要
条
件
と
そ
の
構
成
要
素

〉

イ

ェ
ウ

ー

ダ

・
Z

・
ブ

ル

ム

『
国

際

法

に

お

け

る
歴

史

的

権

原

』

か
く
し
て
歴
史
的
権
原
形
成
の
法
的
基
礎
は
黙
認
の
推
定
で
あ
る
。
そ

の
黙
認
は
、
本
来
な
ら
国
家
が
反
対
意
志
を
表
明
す
る
か
あ
る
い
は
あ
る

行
為
を
と
る
べ
き

と
き
に
、
沈
黙
あ
る
い
は
不
作
為
を
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
、
基
本
的
に
は
消
極
的
な
概
念

で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
真

に
か
か
る
推
定
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め
の
、
黙

認
の
要
件
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。

理
論
も
慣
行
も
、
歴
史
的
権
原

の
確
立

に
は
、
請
求
国
に
よ
る

「
継
続

的
」

8
註

毒
。島

か
つ

「平
穏
」
℃魯
8
h巳

な
権
能

の
行
使
を
必
要

と

し
て
い
る
。

こ
れ
ら

二
つ
の
要
件
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
と
、

「継
続

的
」

と
い
う
こ
と
は
、
紛
争
地
域
に
対
す
る
請
求
国
に
よ
る
明
確
な
主
権

の
表
示
ー

効
果
的

占
有
ー

を
要
す

る
と

い
う

こ

と
で
あ
り
、
「
平
穏
」
と

い
う
要
件
は
、
表
面

に
現
わ
れ
な
い
黙
認
の
援
用
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

黙
認
は
、
紛
争
地
域

に
お
け
る
権
能

の
表
示
に
よ

っ
て
影
響
を
う
け
る
国

家

の
側
に
、
そ

の
よ
う
な
効
果
的
占
有
に
対
す

る
反
対
が
欠
け
て
い
る
こ

と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
的
児
地

か
ら
い
え
ば
、
歴
史
的
権

原
の
法
的
有
効
性

を
証
明
す
る
の
は
効
果
的
占
有

と
い
う
事
実
で
は
な
く

て
、
黙
認

の
推
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
事
実
状
態
が

存
在
し
な
け
れ
ば
、
か
か
る
推
定
は
成
立
し
え
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、

こ

れ
ら
二
つ
の
要
件

は
相
互
依
存

の
関
係
に
あ
り
、
取
得
時
効
を
歴
史
的
権

原

の
ル
ー
ト
と
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
、

コ

方
当
事
国
に
よ
る
権
能
の
表
示
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
そ

の
表
示
に
対
す

る
黙
認
1
1

こ
れ
ら
が
取
得
時
効

の
必
要
条
件

で
あ
る
。L
(
一
〇
〇
頁
)

一
五
九



神

奈

川

法

学

ま
ず
、
国
家
権

能

の
有

効
な
表
示
方
法

に

つ
い
て
は
、

一
般
的
適

用

に

耐
え

る
規

則

の
形
成

は
で
き
な

い
で
、
各

場
合

の
事
情

に
依
存
す

る
。
そ

の
際

に
主

な
問
題

は
、
㈲
権
能

の
行
使

が
継
続
的

で
あ

っ
た

か
ど
う

か
、

㈲
権

能

は
主
権
者

と
し
て
行

動
す

る
意
図

と
意
志

を
も

っ
て
行
使

さ
れ

た

か
、

㈲
そ

の
事

情

に
適

切
な
態
様

で
、

国
家
権
能

の
表
示

の
充
分

な
証
拠

が
存

在
す

る
か
、

と
い
う

こ

と
で
あ

る
。

(
一

一
〇
頁
)

次

に
、
国
家
権

能

の
表
示

と
黙
認

の
関
係

が
問
題

と
な

る
。
歴
史

上

の

請
求

に
直
面

し

た
国
家

の
態

度

の
問
題

で
あ

る
。

ま
ず

「
黙
認
」

の
意
義

を
、
行
為

、
反

応
、
反

応

の
欠
如

と
い
う
諸
点

か
ら
分

析
す

る
。

(
三
九

節
)
次

に
被
請

求
国

が
領

土
に
関

す
る
事

情

に
つ
い
て
知

っ
て

い
た

か
ど

う

か
の
問
。題

を
検

討
す

る
。

(
四
〇
～

四
三
節
)

次

に
黙

認

は

一
方

当
事
国

の
抗
議

鷲
9
Φ
葺

の
欠
如

と
い
う
形

で
現

わ

れ
る

の
で
、
歴

史
的
権

原

の
形
成

に
お
け

る
抗
議

の
役
割

の
検
討

が
必
要

と
な

る
。
(
四
四
～

五
〇
節
)

最
後

に
歴

史
的
権

原

の
形
成

に
お
け

る
地

理
的
要
素

(
五

一
節
)
、

「
正

当

な
利
益
」

一Φ
αq
三
ヨ
彗
①
ぢ
け霞
窃
冨

の
役

割

(
経
済

的
、
社

会
的
、
戦
略

的
要
素
×

五

二
節
)
、
時
間

的
要
素

の
役
割

(
五

三
節
)
な

ど
を
詳

細

に
検

討
す

る
。

〈
歴
史
的
権

原

の
取
得

に
関
す

る
解
釈

と
証
拠

の
諸
問
題

〉

こ
の
章

に
お
け

る
第

一
の
問
題

は
、
歴
史

的
請
求

は
、
そ

の
性
質

上
、
遠

い
過
去

の
出
来
事

に
も

と
つ

く
も

の
な

の
で
、

か
か
る
例
外
的
権
原

の
請

求
国
が
取
得

し

た
と
称
す

る
権
利

が
、
今

日

の
国
際
法

と
非

は
常

に
、
異

る

一
六
〇

法

体
制

の
下

で
創
さ

れ
た
も

の
で
あ

る

と
い
う

こ
と
が
お

こ
り
が
ち

で
あ

る
。
そ

こ

で
、
歴
史
的
権

原

の
形
成

(
あ

る
い
は
解

釈
)
に
お
け

る
国
際
法

の
役
割

の
問
題
を
扱

う
。

い
わ
ゆ

る

く
頸
昌

一
の
時
際
法

ぎ
9
詳
Φ
ヨ
℃
自
巴

冨
≦

の
問
題

で
あ
る
が
、
時
際
法

の
適
用

の
二
側
面

は

二

つ
の
要
件

を
も

つ
と
思

わ
れ
る
。
第

一
の
原
則

は
、
事

実
は
そ
れ

が
創

ら
れ

た
時
代

の
法

に
よ

っ
て
判

断
さ
れ
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
と
い
う

も
の
で
、

国
際
関
係

の

安

定

と

い
う
目
的

に
つ
か
え
る
も

の

で
あ

る
。
第

二
の
原
則

は
、
過
去

に

お

い
て
取
得

し
た
権
利

は
国
際
法

の
発
展
が
も

た
ら
し
た
変

化

に
従

っ
て

維
持
さ

れ
な
け

れ
ば
有

効
性

を
失

う

と
い
う
も

の
で
、
変

化
す

る
国
際
情

況

に
法

を
適
用
さ

せ
る
要
請

に

つ
か
え
る
も

の
で
あ

る
。
時
際

法

の
こ

の

二

つ
の
側

面

の
問

の
基

本
的
相
違

を
承
認
す
る

こ
と
は
必
要

で
あ
る
が
、

そ
れ

ら
が
単

独

に
援

用
さ
れ
え
な

い
こ

と
を
認
識
す

る
こ

と
も
同
様

に
重

要

な

こ

と
で
あ

る
。
そ

れ

で
も
、
第

一
の
原
則

が

一
般

に
承

認
さ
れ

て

い

る

と
思

わ
れ

る
の

に
対

し
て
、
第

二

の
原
則

は

い
ぜ
ん
大

い
に
論
議
さ

れ

て

い
る
。

し

か
し
、
裁
判
判
決

か
ら

み
れ
ば
、

こ
の
原
則

も
国
際
法

の
分

野

に
お

い
て
承
認

を
う

け
て

い
る
こ

と
を
疑
う

わ
け
に
ゆ
か
な

い
の
で
あ

る
。
(
二
〇
七
～

八
頁
)

そ

こ
で
、

こ
の
時
際
法

の
二
側
面

の
調

和
を
得

る
た
め

に
、
相
対
立
す

る
請
求

の
検

証

と

い
ず

れ

の
請

求
が

優
越
す

る
か
の
決
定

の
出
発
点

と
な

る

一
定

の
期

日

"
決
定
的
期

日
"
o
ユ
畝
。巴

鮎
讐
Φ
を
定
め
る

こ

と
が
必
要

と
な
る
。

(
五
六
節
)

第

三
に
典

型
的

な
領

土
紛
争

は

二
国
間

の
論

争

で
あ
り
、

そ

の

い
ず

れ



も
が
そ

の
請
求
を
証
明
す
る
大
量

の
証
拠
を
提
出
す
る
が
、
裁
判
所
は
そ

の
対
立
す
る
請
求

の
い
ず
れ
が
優
越
す
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
(
五
七
節
)

そ

の
他

に
、
挙
証
責
任
の
問
題

(
五
八
節
)
が
あ
る
。
通
常

は

鎖9
0二

ぎ
2
∋
σ
詳

鷲
O
訂
欝

(
原
告
に
挙
証
責
任
が
あ
る
が
)
、
歴
史
的
請
求
の

挙
証
責
任

は
、
常

に
歴
史
的
権
利
の
請
求
国
に
あ
り
、
被
告
国
が
歴
史
的

権
利
を
主
張
す
る
と
ぎ
は
、
被
告
国
に
挙
証
責
任
が
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史

的
請
求

の
例
外
的
性
質

と

一
般
国
際
法
か
ら
の
離
脱

の
直
接
的
結
果

で
あ

る
。
(
二
三
八
頁
)
こ
の

一
般
国
際
法
の
例
外
た
る
性
質

は
、
歴
史
的
権
原

の
地
理
的
解
釈

に
お

い
て
、
も

っ
と
も
明
白
な
証
拠

に
よ

っ
て
正
当
化
さ

れ
る
最
小
限

の
地
理
的
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

(
二
三
八

～
九
頁
)

第

六
章

は
海
上
の
歴
史
的
権
原
の
法
的
側
面
を
取
扱
う
が
、
特

に

一
般

の
歴
史
的
権
原

と
区
別
し
て
こ
の
章
を
設
け
る
理
由
は
、
公
海

が

一
国
の

も

の
で
な
く
国
際
社
会
全
体

の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
歴
史
的
権
原

の
法
理

が
歴
史
的
湾
ー

し
た
が

っ
て
海
洋
法
1

の
分
野
か
ら
発
展
し
て
き
た

こ
と
、
そ

の
論
理
的
結
果

と
し
て
、
歴
史
的
権
原
の
研
究
者

の
大
多
数
が

海
上
の
問
題

に
集
中
し
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
海
上
で
の
歴
史
的
権
原

は

必
ず
し
も
排
他
的
権
利
ば
か
り
で
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

〈
結

論

V

歴
史
的
権
原

と
い
う
場
合
の

「歴
史
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
、
国
際
法

上
の
領
土
権
原
取
得
の
諸
態
様
か
ら
こ
の
権
原
を
区
別
す
る
顕
著
な
特
色

イ

ェ

ウ

ー

ダ

・
Z

・
ブ

ル

ム

『
国
際
法

に
お
け

る
歴
史
的
権

原
』

を
も

た
ら
し
て

い
る
。
す

べ
て

の
権
原

が

一
度

だ
け

の
行
為

が
直

ち

に
効

果

を

も

つ
も

の
で
あ

る
の
に
対

し
て
、
歴
史

的
権

原

は
長
期

に
わ
た
る

一

連

の
作
為

・
不
作

為

か
ら
な
る
長

い
過
程

の
結
果

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら

の

行

為

は
、
全

体

と
し
て
、
ま
た
そ

の
累
積

的
効
果

を
通

じ
て
、
権

原
を

も

た
ら

し
、

ま
た
権

原

を
国
際
法

上
有
効

な
も

の
に
凝
固

8
器
。
一一締

ぎ

コ

さ

せ
て

い
く

の
で
あ

る
。
漁
業
事

件

に
お

い
て
.歴
史

的
凝

固

窪
。。
8
叫
搾
巴

8
コ
ωo
ま

勲
叶
δ
コ
と

い
う
言
葉
が
用

い
ら
れ

て
以
来
、
歴
史

的
権

原

に
関
す

る
問
題

の
研
究
者

は
、
歴
史

的
権

原

の
形
成

過
程

の
下

に
あ
る
法
的

概
念

に
つ
い
て
、
歴
史

的
凝
固

に
言
及

し
て
き

た
。
例

え
ば

】)
Φ
≦

ω9
げ
霞

は
、

時

効

と
超
記
憶
的

占
有

一ヨ
ヨ
ゆ
ヨ
9

9。
一
℃
o
㎝ω
Φ
ω
ω
一〇
鵠
を
、
黙

認

と

い
う
法

的
基
礎

に
も

と
つ

か
せ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
凝
固

と

い
う
単

一
の
名

称

に

含

め
て
き

た
。

(
三
三

六
頁
)

領

土
権
原

が
長
期

に
わ
た
る
継
続
的

な
凝
固

の
過
程

を

へ
て
徐

々
に
発

展

す

る
こ

と
は
、
現
在

の
よ
う
な
国
際
法

の
不
完

全
な
段
階

の
反
映

に
す

ぎ

な

い
。
高
度

に
発
展

し
た
社
会

で
は
中
央
権

力
が
存
在

し
て

い
て
、
直

ち

に
万
人

に
対

し
て
有
効

な
絶

対
的
権
原

が
与
え
ら

れ
う
る
。

国
際

社
会

は

か
か
る
権

力

を
欠

く
の
で
、
領

土
権

も
最

初
は
相
対
的
権

原

で
あ

っ
た

も

の
が
時

の
経

過

と
と
も
に
絶

対
的
権
原

に
な
る

の
で
あ
る
。

そ

の
過
程

で
は
、
凝
固

に
よ

っ
て
取
得

さ
れ

た
権
原

が
維
持

さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

凝
固

理
論

は
、
領

土
権
原

の
取
得

と
そ

の
権

原

の
維
持

と
を
あ
わ

せ

意
味

す

る
も

の
で
あ

る
。
国
際
法

の
主
体

ー
-

国

家
ー
1
-の
存

在

の
長
さ

か
ら

み
て
も
、
権

原
取
得

と
そ

の
維
持
、
消
滅

に
別

の
規
範

に
適

用
す
る

一
六

一



神

奈

川

法

学

必
要
が
あ
り
、
凝
固
理
論

は
こ
の
点

で
は
長
所
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

同
時
に
、
国
家
が
そ
の
領
土
上
の
各
部
分
に
つ
い
て
常
に
権
原
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点

で
凝
固
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
権
原
の
弱
さ

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
(
三
三
七
頁
)

国
際
社
会

の
領
土
構
造

と
領
土
権
原

の
法
的
基
礎
に
変
更
を
加
え
な
い

こ
の
凝
固
過
程
は
、
国
際
的
安
全
の
促
進

に
有
益
な
貢
献
を
す
る
と
思
わ

れ
る
。
歴
史
的
権
原
の
法
理
は
も
と
も

と
は
今
で
は
古
く
な

っ
た
中
世
期

の
観
念
か
ら
、
現
代
国
際
法

の
よ
り
動
的
な
概
念

へ
国
際
法
を
円
滑

に
移

す
た
め
に
援
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
の
法
の
下
で
は
有
効
で

あ

っ
た
権
原
が
無
効

に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
新
し

い
法
的
解
釈
方
法
に
頼
り
す
ぎ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず
る
危
険

の
あ
る
こ

と
を
知

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
三
三
八
～
九

頁
)
ま

た
国
際
法
秩
序
全
体
か
ら
み
て
も
、
国
際
法
の
究
極

の
目
的
は
統

一
的
な

世
界
的
規
模

の
法
体
系

で
あ
り
、
地
域
的
、
地
方
的
あ
る
い
は
そ
の
他

の

例
外
的
取
極
は
、
現
在

は
不
可
避

で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
目
的
達
成
に

は
障
害

と
な
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
部
分
的
慣
習
国
際
法
た
る

か
か
る
方
法
が
国
際
社
会

の
利
益

に
反
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
三
三
九
頁
)

紹
介

の
方
法
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
要
約
し
て
き
た

こ
と

か
ら
も
理
解

で
き
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ム
は
国
際
法

に
お
け
る
歴
史
的
権
原

が
国
際
法
上
の
ぞ

O
他

っ
領
域
取
得

の
態
様
と
併
存
す
る
独
立
の
権
原
で

一
六

二

あ

る
こ

と
を
証
明

し
よ
う

と
し
た
。
特

に
N

・
ジ

ョ
ン
ソ
ン
が
行

っ
た
よ

う

に
、

取
得

時
効

を
歴
史

的
権
原

の
ル
ー
ト

と
せ
ず
、

(
一
九

五
〇
年

イ

ギ
リ
ス
国
際
法
年
鑑
-

国
際
法
に
お
け
る
取
得
時
効
)
明
確
な
分
析
と

論
理
で
そ
の
峻
別
を
し
た
こ
と
が
そ
の
理
論
体
系

の
柱

と
な

っ
た
も
の
で

注
目

に
価
す
る
。
し
か
し
そ

の
際

に
豊
富
に
引
用
さ
れ
た
学
説
、
先
例

の

取
捨
選
択
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
国
際
司
法
裁
判
所

の
判
決
の
場

合
な
ど
は
、
伝
統
的
国
際
法
が
用
い
て
来
た
法
的
用
語
な
ら
と
も
か
く
、

あ
る
法
体
系
の
中
で
の
み
用

い
ら
れ
る
法
概
念
を
示
す
用
語
を
用
い
る

こ

と
を
極
力
さ
け
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
禁
反
言
を
援
用
し
な
い
の
も
そ

の

一
例

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
裁
判
所
が
名
を
挙
げ
て
援
用
し
て
い
な

い
か
ら
、
裁
判
所

は
そ
れ
を
承
認
し
て
い
な
い
と
判
断
す
る
と
い
う
論
法

は
常

に
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
表
現
は
異

っ
て
も
実
質
的
に
援
用
す

る
こ
と
は
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
取
得
時
効
の
存
在

の
否
認
の
方
法

に

は
問
題
が
あ
る
。

こ
の
時
効
そ
の
も
の
は
国
際
法
上
で
も
合
理
性
が
承
認

さ
れ
て
お
り
、
適
当
な
判
断
機
関
が
あ
れ
ば
、
適
用
可
能
な
法
理
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
時
効
が
国
際
法
体
系
の
中

に
理
論
的

に
存

在
し
得
る
も
の
な
ら
ば
、
仮
に
現
在

は
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
歴
史
的

権
原

の
ル
ー
ト
と
な
り
う
る
か
否
か
を
検
討
し
て
お
く

べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

現
在
存
在
し
な

い
か
ら
と
い

っ
て
、
直
ち
に
歴
史
的
権
原

の
ル
ー
ト
を
他

の
と
こ
ろ
に
、
こ
の
場
合
に
は
部
分
慣
習
法

に
求

め
る
と
い
う
考
え
方

に

は
疑
問
が
あ
る
。

理
論
的

に
重
要
な
点

は
次
の
歴
史
的
権
原
の
法
的
基
礎

と
し
て
の
黙
認



の
章

で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
が
ブ

ル
ム
の
歴
史
的
権
原
論

の
中
核

で
あ
り
、

歴
史
的
権
原
の
国
際
法
上
の
地
位
を
定
め
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
国
際
法
に
お
け
る
慣
習
法

の

一
般
的
性
格
を
分
析

し
、
歴
史
的
権
原

が
か
か
る

一
般

(普
遍
)
慣
習
法

の

一
つ
と
し
て
存
在
す
る
の
で
な
く
て
、

む
し
ろ
特
別

(
部
分
)
国
際
法

の

一
つ
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し

た
。
歴
史
的
権
原

に
対
す
る
関
心
が
海
洋
法
上
の
も
の
と
し
て
抱

か
れ
て

い
る
限
り
は
、
容
易

に
は
こ
の
よ
う
な
着
想
は
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

公
海
と
い
う

一
般
慣
習
法
上
の
制
度

を
修
正
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
そ
の
修
正
は
新
た
な

一
般
慣
習
法
の
成
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

国
際
法

一
般
か
ら
歴
史
的
権
原
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試

み
が
、
こ
の

正
当
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
も

の
で
あ
る
。
黙
認
が
歴
史
的
権
原
の
法
的

基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ム
が
引
用
し
た
学
説
、
先

例
が
示
す
と
お
り
で
あ

っ
て
、
特

に
珍
し
く
は
な
い
が
、
そ

の
結
論

の
論

理
的
正
当
性

の
証
明
を
特

に
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。

禁
反
言

の
法
理
と
黙
認
の
法
理
の
関
係

は
論
議

の
多

い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

領

土
権
原
論
が
必
ず
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
難
所

と
な

っ
た
感
が
あ
る
。

ブ

ル
ム
の
い
う
よ
う
に
黙
認

と
禁
反
言
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
や
は
り
必

要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
例
挙
さ
れ
た
諸
理
由
は
必
ず
し
も
絶
対

的
理
由
だ
け
で
な
く
、
ま
た
第
四
の
理
由

に
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
権
利

が
究
極
的

に
は
万
人

に
対
し
て

賃
αq
蝉
oヨ
器
。。
有
効
性
を
主
張
で
き
る
も

の
と
い
う
と
ぎ
、
先
述

の
歴
史
的
権
原
の
特
別
国
際
法
た
る
性
質

の
論
証

と
の
関
係
が
問
題

と
な

っ
て
く
る
。
ま
た
プ
レ
ア

・
ビ

ヘ
ア
寺
院
事
件

で
、

イ

エ
ウ

ー

ダ

・
Z

・
プ

レ

ム

『
国

際

法

に
お

け

る
歴

史

的

権

原

』

フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
理
論
的
に
は
禁
反
言

と
区
別

す

べ
ぎ
も
の
で
あ

っ
て
も
、
黙
認
が
禁
反
書

と
し
て
作
用
し
う
る
場
合
が

あ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
関
連
に
つ
い
て
は
、
今
少
し
の
論
証
が
あ

れ
ば
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
国
内
法
的

に
も
そ
の
概
念

の

一
定
し
な

い
l
I
証
拠
法
上
の
法
理
か
実
体
法
上
の
法
理
か
な
ど
に
つ

い
て
ー
1
禁
反
言
の
法
理
の
研
究

の
例
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
す
べ
ぎ
問
題
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章
ま
で
の
理
論
上
の
重
要
性
と
比
較
し
て
、
第
四
章
以
下

は
現
実

に
適
用
、
援
用
す
る
際

の
重
要
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
歴

史
的
権
原

の
位
置
づ
け
の
問
題
自
体
が
不
安
定
で
あ
れ
ば
、
当
然
こ
れ
ら

の
問
題
も
不
安
定

と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
が
、

一
方
の
領

土
占
有

に
対
す

る
他
方

の

「抗
議
」

の
は
た
す
意
義

に
つ
い
て
は
、
十
分
な
資
料

と
検
討

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

長
い
あ

い
だ
国
際
法
学
界

で
論
議

の
対
象

と
な
り
、
多
数
の
研
究
者

に

よ

っ
て
部
分
的
な

モ
ノ
グ
ラ
フ
タ
ー
が
積
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
歴
史
的

権
原
の
分
野
に
関
す

る
限
り
で
は
、
よ
う
や
く

一
応

の
集
大
成
が
行
わ
れ

た
と
い
う
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
領
域
論
全
般
か
ら
み
れ
ば
ま
さ

に

「部

分
」
的
で
あ

っ
て
、
こ
の
問
題
以
外

の
問
題
も
極

め
て
不
安
定
な
情
勢
で

あ
る
。
領
域
論

に
深

い
関
心
を
も
つ
筆
者

の
読
後
感
は
、
ま
だ
前
途

ほ
ど

遠
し
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。

=
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